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一

　
本
書
は
、
著
者
が
十
数
年
に
わ
た
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
調
査
の

成
果
報
告
に
重
き
を
置
い
て
著
し
た
も
の
で
あ
る
。
前
年
に
一
冊
目

の
論
文
集
『
戦
国
時
代
の
南
奥
羽
社
会
―
大
崎
・
伊
達
・
最
上
氏

―
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
六
年
）
を
上
梓
し
、
そ
の
成
果
を
公

表
し
た
ば
か
り
で
あ
る
が
、本
書
は
す
で
に
二
冊
目
の
単
著
と
な
る
。

二
〇
〇
三
年
以
降
の
既
発
表
論
文
を
中
心
と
し
た
構
成
で
あ
る
が
、

第
二
部
第
五
～
八
章
に
関
し
て
は
、
二
〇
〇
五
年
に
立
教
大
学
大
学

院
に
提
出
し
た
博
士
課
程
論
文
「
中
近
世
移
行
期
の
地
域
社
会
」
第

三
部
第
八
～
一
〇
章
を
改
稿
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
本
書

の
目
次
と
各
章
の
内
容
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
し
て
お
き
た
い
（
目

次
の
副
題
は
省
略
し
た
）。

　
　
二

序
　
章
　
本
書
の
視
角
と
構
成

第
一
部
　
村
を
歩
く

　
第
一
章
　
名
主
屋
敷
と
寺
地
の
交
換
伝
承
を
た
ど
る

　
第
二
章
　
株
の
あ
る
村

　
第
三
章
　
産
金
と
肝
煎
家
の
氏
神

　
第
四
章
　
水
利
調
査
か
ら
み
た
村
落

第
二
部
　
宗
門
帳
か
ら
み
た
村
落

　
第
五
章
　
縁
組
み
と
奉
公
契
約

　
第
六
章
　
村
と
小
村

　
第
七
章
　
生
業
か
ら
み
た
村
落

　
第
八
章
　
村
落
と
イ
エ

　
序
章
で
は
、
本
書
に
お
け
る
村
落
の
理
解
な
ど
研
究
史
を
整
理
し

た
上
で
、
課
題
を
三
点
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
一
点
目
は
、
中
世
村
落

論
に
よ
っ
て
、
中
近
世
移
行
期
と
い
う
時
代
の
捉
え
方
が
定
着
し
た

こ
と
を
踏
ま
え
て
、
近
現
代
か
ら
近
世
、
さ
ら
に
中
世
後
期
へ
と
遡

及
し
て
百
姓
の
家
や
村
落
な
ど
を
考
え
て
い
く
と
し
て
い
る
。
二
点

目
は
、
百
姓
の
家
と
村
落
の
成
立
時
期
に
関
し
て
、
中
世
史
と
近
世

史
の
研
究
者
間
で
意
見
の
隔
た
り
が
見
ら
れ
る
な
か
、
著
者
は
、
百

姓
の
家
の
成
立
を
家
名
・
家
産
な
ど
の
指
標
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、

蔵
持
重
裕
氏
の
い
う
法
人
格
と
し
て
の
百
姓
の
家
の
存
在
を
前
提

に
、
村
落
の
成
立
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
い
く
べ
き
だ
と
い
う
。

書
　
評

遠
藤
ゆ
り
子 

著

『
中
近
世
の
家
と
村
落 

―
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

か
ら
の
視
座
― 
』（
岩
田
書
院
、
二
〇
一
七
年
）

朝
比
奈
　
新
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そ
れ
に
よ
り
、
本
章
第
二
部
で
取
り
上
げ
た
地
域
に
お
い
て
も
、
村

落
と
家
の
問
題
を
議
論
の
遡
上
に
載
せ
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
と

い
う
。
三
点
目
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
調
査
の
成
果
に
よ
り
明
ら

か
と
な
っ
た
多
様
な
社
会
集
団
の
存
在
が
、
百
姓
の
生
活
・
生
存
に

と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
ち
、
村
落
の
存
続
問
題
と
ど
の
よ
う

に
関
わ
っ
て
い
た
の
か
を
追
求
し
て
い
く
と
し
た
。

　
第
一
章
で
は
、武
蔵
国
榛
沢
郡
荒
川
村
（
現
埼
玉
県
深
谷
市
荒
川
）

に
伝
わ
る
名
主
家
と
村
寺
寿
楽
院
が
敷
地
を
交
換
し
た
と
い
う
伝
説

に
導
か
れ
つ
つ
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
調
査
の
成
果
を
も
と
に
村
落

の
意
義
を
考
察
し
て
い
る
。
荒
川
村
は
、
三
地
区
で
構
成
さ
れ
、
一

家
中
や
庚
申
講
と
い
っ
た
多
様
な
社
会
集
団
を
内
包
し
つ
つ
、
一
つ

の
村
の
形
を
成
し
て
い
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
集
団
や
有
力
家

が
、
有
機
的
に
機
能
し
合
う
こ
と
で
、
村
の
人
々
の
生
活
と
生
存
が

可
能
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
敷
地
交
換
の
伝
説
は
、
天
正
一
六

（
一
五
八
八
）
年
段
階
に
お
け
る
荒
川
村
で
の
宿
や
耕
地
の
開
発
が

背
景
に
あ
っ
た
。
開
発
は
、
災
害
や
戦
争
に
よ
る
人
口
減
少
の
た

め
、
近
隣
と
の
競
合
関
係
の
中
で
人
の
確
保
を
進
め
な
く
て
は
な
ら

な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
生
存
の
危
機
が
、
村
寺
寿
楽
院
を
紐
帯
す

る
こ
と
で
、
地
区
や
社
会
集
団
の
枠
組
み
を
超
え
て
、
一
つ
の
「
村
」

と
し
て
再
開
発
を
協
力
し
合
う
よ
う
に
な
る
と
い
う
。

　
第
二
章
で
は
、
和
智
荘
安
栖
里
村
（
現
京
都
府
丹
波
町
安
栖
里
）

を
対
象
と
し
た
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
調
査
の
成
果
を
踏
ま
え
、
村
の

様
子
を
立
体
的
か
つ
動
態
的
に
描
い
て
い
る
。
近
世
ま
で
の
村
の
機

能
を
残
し
て
い
る
現
在
の
安
栖
里
地
区
に
は
、
片
山
氏
等
の
旧
家
が

確
認
で
き
る
。
こ
れ
ら
有
力
家
の
な
か
に
は
、
名
字
を
冠
し
て
株
親

と
な
り
、
株
と
呼
ば
れ
る
擬
制
的
同
族
集
団
を
形
成
し
て
い
た
。
株

は
村
内
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
構
成
員
の
生
活
・
生
業
、
そ
し
て
生

存
に
関
わ
る
問
題
を
、
村
内
部
で
保
障
す
る
集
団
で
あ
っ
た
。
血
縁

や
縁
組
み
で
は
な
く
、
同
じ
名
字
を
名
乗
り
、
定
期
的
に
集
い
、
同

じ
先
祖
を
祀
る
こ
と
で
、同
族
意
識
を
創
り
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

安
栖
里
村
に
生
き
た
人
々
は
、
イ
エ
、
株
、
講
と
い
っ
た
多
種
で
重

層
的
な
社
会
集
団
を
創
出
し
て
い
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
集
団
は
ど
れ

も
生
き
て
い
く
た
め
に
必
要
な
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
第
三
章
は
、
陸
奥
国
東
磐
井
郡
津
谷
川
村
（
現
岩
手
県
一
関
市
）

平
原
に
あ
る
雷
神
社
に
つ
い
て
、「
お
精
進
」
と
も
呼
ば
れ
る
講
を

中
心
と
し
た
聞
き
取
り
調
査
に
よ
る
成
果
と
「
畠
山
家
文
書
」
を
も

と
に
、産
金
業
と
の
関
係
か
ら
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
雷
神
社
は
、

中
世
段
階
か
ら
産
金
業
を
主
導
し
て
き
た
肝
煎
畠
山
家
に
よ
っ
て
祀

ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
畠
山
家
の
氏
神
で
は
あ
っ
た
が
、
産
金
と

つ
な
が
り
が
深
い
地
域
の
家
々
に
よ
っ
て
営
ま
れ
て
い
た
講
に
支
え

ら
れ
、
地
域
を
結
び
つ
け
る
信
仰
上
の
中
心
と
し
て
も
存
在
し
て
い

た
。
一
八
世
紀
に
は
、
村
内
寺
院
の
金
剛
院
が
畠
山
家
に
代
わ
っ
て

祭
礼
を
執
り
行
う
よ
う
に
な
る
と
、
奉
納
米
を
め
ぐ
る
利
権
争
い
が

見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
一
九
世
紀
中
頃
に
、
同
地
域
で
の
金
の
採
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取
は
困
難
と
な
る
な
か
、
他
村
に
展
開
し
て
い
た
畠
山
家
の
親
類
中

が
神
輿
修
復
費
用
を
融
通
し
、
雷
神
社
と
本
家
畠
山
家
の
存
続
を

図
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
第
四
章
は
、
和
泉
国
木
島
地
域
（
現
大
阪
府
貝
塚
市
）
で
の
調
査

を
も
と
に
、
水
利
シ
ス
テ
ム
か
ら
五
ケ
村
の
実
態
や
意
義
を
追
求
し

た
も
の
で
あ
る
。
木
島
地
域
の
水
利
は
、
近
木
川
か
ら
取
水
す
る
用

水
に
よ
る
灌
漑
と
、
溜
池
に
よ
る
灌
漑
と
い
う
、
大
き
く
二
つ
の
方

法
が
存
在
し
て
い
た
。
こ
の
溜
池
に
よ
る
灌
漑
は
近
木
川
か
ら
取
水

し
た
用
水
を
溜
池
に
流
し
込
み
利
用
し
て
お
り
、
一
三
世
紀
以
後
段

階
的
に
は
形
成
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
。
溜
池
は
管
理
が
村

単
位
に
任
さ
れ
て
お
り
、
五
カ
村
の
自
律
性
が
見
て
取
れ
る
が
、
水

路
は
各
村
が
共
同
で
利
用
し
、
維
持
・
管
理
が
行
わ
れ
て
い
た
。
木

島
地
域
で
見
ら
れ
た
村
を
越
え
た
形
で
の
水
利
シ
ス
テ
ム
こ
そ
が
、

中
世
段
階
で
の
、
木
島
荘
と
い
う
荘
園
で
の
ま
と
ま
り
で
も
あ
っ
た

と
結
論
付
け
た
。
な
お
、
本
章
の
成
果
は
、
共
著
者
の
小
林
一
岳
氏

と
増
山
智
宏
氏
と
と
も
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

　
第
二
部
の
第
五
～
八
章
は
、
上
野
国
緑
埜
郡
三
波
川
村
（
現
群
馬

県
藤
岡
市
）
で
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
調
査
の
成
果
を
も
と
に
、
村

に
生
き
る
人
々
の
実
態
に
迫
っ
て
い
る
。
戦
国
時
代
か
ら
江
戸
時
代

に
か
け
て
三
波
川
村
で
名
主
を
務
め
て
い
た
飯
塚
家
に
伝
来
し
て
い

る
元
禄
五
（
一
六
九
二
）
年
作
成
の
宗
門
帳
を
主
な
素
材
と
し
て
、

村
落
居
住
者
の
縁
組
み
関
係
、
イ
エ
の
展
開
状
況
の
復
元
を
行
っ
て

い
る
。

　
第
五
章
は
、
元
禄
五
年
当
時
の
三
波
川
村
居
住
者
に
関
す
る
出
身

の
家
や
村
、
ま
た
家
族
・
親
族
の
縁
組
み
先
、
お
よ
び
奉
公
先
に
関

わ
る
記
述
に
注
目
し
て
、
縁
組
み
と
奉
公
契
約
の
関
係
を
復
元
し
て

い
る
。
地
域
的
な
縁
組
み
先
は
小
村
に
よ
っ
て
大
き
な
違
い
が
見
ら

れ
る
が
、
村
内
の
縁
組
み
は
年
貢
納
入
義
務
の
有
無
に
規
定
さ
れ
て

い
た
た
め
、
高
持
百
姓
家
族
間
、
家
抱
・
門
前
家
族
間
で
行
わ
れ
て

い
た
。
名
主
家
の
縁
組
み
関
係
は
、
村
の
外
交
を
担
う
家
で
あ
る
こ

と
を
求
め
ら
れ
て
い
た
た
め
、
他
村
の
名
主
家
な
ど
と
の
縁
組
み
を

結
ぶ
傾
向
が
あ
っ
た
。
奉
公
契
約
は
、
す
で
に
縁
組
み
・
奉
公
関
係

の
あ
る
村
内
小
村
や
他
村
と
い
っ
た
、
日
常
的
な
つ
き
あ
い
を
通
し

て
結
ば
れ
て
い
た
。
一
見
、
閉
鎖
的
に
見
え
る
山
間
の
村
だ
が
、
地

域
社
会
と
の
広
い
つ
き
あ
い
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
。

　
第
六
章
は
、
三
波
川
村
に
あ
る
一
七
の
小
村
の
縁
組
み
・
養
子
・

奉
公
契
約
関
係
・
檀
家
関
係
、
村
内
に
お
け
る
年
貢
の
あ
り
方
、
地

親
―
家
抱
関
係
に
つ
い
て
整
理
し
て
い
る
。
地
親
―
家
抱
関
係
の
解

消
に
つ
い
て
は
、
研
究
史
に
よ
っ
て
隷
属
農
民
が
解
放
さ
れ
始
め
、

本
百
姓
体
制
へ
向
け
て
動
き
始
め
た
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
。
し

か
し
、
家
抱
を
離
れ
る
こ
と
は
、
年
貢
諸
役
を
村
（
名
主
）
に
納
め

る
義
務
を
負
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
た
め
、
地
親
―
家
抱
関
係

を
維
持
す
る
ほ
う
が
、
地
親
に
年
貢
諸
役
を
立
て
替
え
て
も
ら
え
、
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年
貢
未
進
も
可
能
と
な
る
。
従
来
の
よ
う
に
、
本
百
姓
体
制
へ
向
け

た
政
策
の
浸
透
に
よ
っ
て
家
抱
は
解
放
さ
れ
た
と
は
位
置
づ
け
ら
れ

な
い
と
い
う
。
そ
し
て
、
地
親
―
家
抱
関
係
だ
け
で
な
く
、
奉
公
関

係
、
縁
組
み
関
係
に
も
、
生
活
維
持
に
努
め
る
人
々
の
保
障
シ
ス
テ

ム
と
し
て
機
能
し
て
い
た
側
面
が
あ
る
と
い
う
。

　
第
七
章
は
、
食
糧
自
給
率
の
低
い
三
波
川
村
が
、
年
貢
諸
役
を
負

担
す
る
村
落
と
し
て
成
立
し
、
一
つ
の
村
と
し
て
存
続
し
え
た
の
か

検
討
し
て
い
る
。
近
世
の
三
波
川
村
は
、
村
内
に
は
田
地
は
な
く
畑

地
の
み
で
あ
っ
た
た
め
、
山
で
の
秣
や
薪
と
い
っ
た
資
源
が
、
村
人

の
生
活
に
は
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
近
隣
村
と
の
間
で
共
同
利
用

さ
れ
る
御
荷
鉾
山
で
は
、
秣
利
用
は
容
認
し
て
い
た
も
の
の
、
薪
の

採
取
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
薪
を
採
取
す
る
権
利
を
得

る
に
は
、
共
同
利
用
さ
れ
る
山
で
畑
を
開
発
し
、
領
主
へ
の
年
貢
納

入
を
意
味
す
る
帳
面
に
載
る
必
要
が
あ
っ
た
。
耕
地
が
帳
面
に
載
る

こ
と
で
村
の
山
で
あ
る
こ
と
の
正
当
性
が
得
ら
れ
る
と
い
う
。
薪
を

売
っ
て
生
計
を
立
て
て
い
た
三
波
川
村
で
は
、
山
野
資
源
を
め
ぐ
る

近
隣
村
と
の
紛
争
に
臨
む
に
あ
た
っ
て
、
散
在
す
る
小
村
が
一
つ
の

村
に
ま
と
ま
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
こ
に
三
波
川
村
が
小
村
高
で
は

な
く
村
高
に
固
執
し
た
理
由
が
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。

　
第
八
章
は
、
百
姓
の
親
族
結
合
で
あ
る
イ
エ
が
果
た
し
た
役
割
に

つ
い
て
、
移
住
の
事
例
を
通
し
て
、
戦
国
時
代
と
近
世
と
の
歴
史
的

性
格
の
違
い
を
検
討
し
て
い
る
。
他
所
へ
の
移
住
を
可
能
に
す
る
に

は
、
ま
ず
移
住
者
を
出
す
家
の
親
類
と
村
、
受
け
入
れ
た
家
と
そ
の

村
は
、
村
（
の
名
主
）
に
対
し
て
移
住
者
の
素
性
を
保
証
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
他
所
に
家
族
や
親
族
が
い
る
こ
と
で
、
移
住
が

容
易
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
戦
国
時
代
、
他
村
の
者
を
村
に
入
れ
る

と
い
う
こ
と
は
、
敵
方
へ
情
報
が
漏
洩
す
る
危
険
も
あ
っ
た
が
、
敵

方
の
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
村
の
た
め
に
役
立
っ
た
の
も
事
実

で
あ
っ
た
。
村
を
越
え
て
広
が
る
イ
エ
は
、
村
の
戦
争
被
害
を
軽
減

さ
せ
、
回
避
さ
せ
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
戦
争
の
有
無
と
い
う

社
会
の
変
化
に
お
い
て
、
戦
国
時
代
と
近
世
と
の
イ
エ
の
役
割
の
違

い
を
見
い
だ
し
て
い
る
。

　
　
三

　
以
上
の
内
容
を
踏
ま
え
て
、
本
書
の
成
果
と
今
後
の
議
論
の
深
化

が
望
ま
れ
る
論
点
を
述
べ
る
と
す
る
。
第
一
に
、
著
者
が
行
っ
た
研

究
手
法
に
関
し
て
触
れ
て
い
き
た
い
。
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
よ
る

調
査
を
踏
ま
え
、
百
姓
の
親
族
結
合
を
意
味
す
る
イ
エ
、
村
内
寺
社

の
檀
家
や
氏
子
と
い
っ
た
宗
教
的
組
織
、
株
・
講
・
区
・
組
と
い
っ

た
地
縁
・
血
縁
集
団
、
村
を
越
え
て
展
開
す
る
水
利
組
合
な
ど
を
明

ら
か
に
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
、
諸
集
団
・
諸
組
織
が
重
層
的
に
展

開
す
る
動
向
を
捉
え
た
こ
と
で
、
立
体
的
で
動
態
的
な
村
落
像
を
描

き
出
せ
た
点
は
、
本
書
の
中
で
も
大
き
な
成
果
と
い
え
る
。
特
に
第

五
～
八
章
に
お
い
て
は
、
三
波
川
村
に
伝
わ
る
一
七
世
紀
末
の
宗
門
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帳
か
ら
、
村
人
の
縁
組
み
・
奉
公
契
約
関
係
の
復
元
、
そ
れ
と
関
連

し
て
展
開
し
た
生
活
・
生
業
や
、
イ
エ
と
村
落
と
の
関
係
性
に
つ
い

て
、
多
元
的
な
視
点
か
ら
立
体
的
に
一
村
落
を
描
き
出
し
て
い
る
。

　
著
者
が
三
波
川
村
等
で
行
っ
た
研
究
手
法
は
、
地
域
の
自
然
的
・

歴
史
的
・
社
会
的
条
件
を
考
慮
し
つ
つ
、
そ
こ
に
お
け
る
人
々
の
構

成
す
る
集
落
や
生
業
を
具
体
的
に
捉
え
る
と
い
っ
た
、
近
世
史
研
究

者
の
塚
田
孝
氏
が
重
要
性
を
指
摘
す
る
存
在
形
態
論
的
な
研
究
の
流

れ
に
あ
る
と
い
え
る
。
塚
田
氏
は
、
地
域
社
会
の
把
握
の
方
法
に
つ

い
て
多
大
な
示
唆
を
受
け
た
町
田
哲
氏
の
研
究
を
例
に
あ
げ
、
自
然

的
条
件
や
、
集
落
・
村
役
人
・
家
・
座
・
講
と
い
っ
た
一
定
の
形
を

と
っ
た
組
織
や
社
会
関
係
、
あ
る
い
は
村
落
運
営
を
め
ぐ
る
実
践
的

行
為
、
政
治
的
支
配
と
の
関
係
な
ど
ま
で
を
射
程
に
入
れ
、
ま
た
そ

れ
ら
の
要
素
を
村
落
と
い
う
場
に
お
い
て
統
一
し
て
把
握
す
る
こ
と

で
、
一
つ
の
立
体
的
な
村
落
構
造
・
地
域
社
会
構
造
を
描
く
こ
と
が

可
能
に
な
っ
て
く
る
と
い
う
（
１
）
。

　
ま
さ
に
、
塚
田
氏
が
指
摘
す
る
存
在
形
態
論
的
な
研
究
手
法
を
用

い
て
、
村
落
を
立
体
的
に
描
き
出
す
こ
と
に
成
功
し
た
著
者
で
あ
る

が
、
中
世
の
村
落
研
究
に
お
い
て
長
年
用
い
ら
れ
て
い
た
手
法
で
あ

る
、
機
能
論
に
よ
っ
て
浮
き
彫
り
と
な
っ
た
中
世
村
落
論
の
中
で
位

置
づ
け
て
論
じ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
述
べ
る
機
能
論
と
は
、
塚
田
氏

に
よ
れ
ば
、
収
集
分
類
型
に
よ
る
分
析
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
と

い
い
、
関
連
史
料
か
ら
一
定
の
関
心
に
基
づ
い
て
要
素
を
抜
き
出

し
、
そ
こ
に
現
れ
た
機
能
の
存
在
を
確
認
す
る
と
い
う
極
め
て
オ
ー

ソ
ド
ッ
ク
ス
な
手
法
の
こ
と
で
あ
る
（
２
）

。
こ
の
よ
う
な
手
法
に
よ
っ
て

明
ら
か
と
な
っ
た
村
落
と
、
著
者
が
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て

立
体
的
に
描
き
出
す
こ
と
に
成
功
し
た
村
落
と
は
、
ど
の
よ
う
な
点

で
違
い
が
見
い
だ
せ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
紙
幅
を

割
い
て
言
及
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
第
二
に
、
著
者
が
長
年
か
け
て
行
っ
た
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
調
査

に
よ
っ
て
、
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
村
落
の
景
観
や
伝
承
を
記
録
化
で
き

た
こ
と
が
、
地
域
社
会
を
扱
う
中
世
史
・
近
世
史
研
究
者
に
と
っ
て

貴
重
な
研
究
資
源
と
な
っ
て
い
る
点
を
あ
げ
る
。
第
四
章
で
取
り
上

げ
て
い
る
和
泉
国
木
島
地
域
の
景
観
に
つ
い
て
、
著
者
と
共
に
執
筆

を
担
当
し
た
増
山
智
宏
氏
の
指
摘
に
よ
っ
て
、
二
〇
一
七
年
現
在
、

諸
池
を
統
廃
合
し
、
調
整
池
を
つ
く
る
計
画
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と

い
う
。
今
後
、
著
書
で
取
り
上
げ
た
水
利
景
観
は
み
る
こ
と
が
で
き

な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
第
一
～
三
章
に
お
い
て
取
り
上
げ
て
い
た

講
や
株
と
い
っ
た
諸
集
団
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
執
り
行
わ
れ
て
い
た

祭
礼
に
つ
い
て
も
、
高
齢
化
や
過
疎
化
に
よ
っ
て
存
続
が
危
機
的
状

況
に
置
か
れ
て
い
る
。
現
在
、
圃
場
整
備
前
の
地
域
の
状
況
を
知
る

古
老
の
方
々
が
少
な
く
な
る
な
か
、
聞
き
取
り
調
査
に
よ
る
景
観
の

復
原
は
、
難
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
現
地
で
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー

ク
調
査
が
減
少
傾
向
に
あ
る
状
況
に
お
い
て
、
本
書
の
よ
う
に
、
調

査
成
果
を
刊
行
す
る
こ
と
は
、
大
き
な
意
義
が
あ
る
と
考
え
る
。
さ
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ら
に
、
著
者
は
研
究
成
果
を
研
究
者
の
み
な
ら
ず
、
地
域
に
還
元
す

る
こ
と
も
意
図
し
て
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
調
査
を
行
っ
て
い
る
。

近
年
で
は
、
勤
務
す
る
大
学
の
授
業
の
一
環
と
し
て
、
学
生
と
石
造

物
調
査
を
実
施
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
中
世
の
石
造
物
が
新
た
に

発
見
さ
れ
、
そ
の
成
果
を
報
告
書
や
論
文
に
掲
載
し
た
こ
と
で
、
地

域
の
文
化
財
保
護
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
３
）
。

　
し
か
し
、
著
者
が
行
っ
た
よ
う
な
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
よ
る
調

査
や
公
開
の
方
法
に
も
課
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
著
者
が
行
っ

て
き
た
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
調
査
は
、
科
学
研
究
費
に
よ
る
助
成
金

な
ど
を
得
た
形
で
、
大
学
院
生
な
ど
若
手
の
研
究
者
を
動
員
し
た
大

き
な
規
模
で
実
施
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
近
年
は
助
成
金
な
ど
が

縮
小
傾
向
に
あ
り
、
頼
み
の
大
学
院
生
の
数
も
少
な
く
な
る
中
、
従

来
の
方
法
で
は
調
査
は
難
し
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
。
今
後
は
、
個

人
規
模
で
も
調
査
が
で
き
る
よ
う
な
方
法
を
、
新
た
に
模
索
す
る
必

要
に
迫
ら
れ
て
き
て
い
る
。
個
人
規
模
の
調
査
の
み
で
報
告
書
を
刊

行
し
た
貴
田
潔
氏
は
、
Ｇ
Ｉ
Ｓ
ソ
フ
ト
を
使
用
し
て
お
り
（
４
）

、
デ
ジ
タ

ル
技
術
の
活
用
が
、
少
人
数
で
の
調
査
で
は
重
要
に
な
っ
て
く
る
と

思
わ
れ
る
。

　
現
在
、
普
段
我
々
が
携
帯
し
て
い
る
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
タ
ブ

レ
ッ
ト
端
末
に
は
Ｇ
Ｐ
Ｓ
や
カ
メ
ラ
が
内
蔵
さ
れ
て
お
り
、
撮
影

デ
ー
タ
に
位
置
座
標
を
書
き
込
む
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
通

信
機
能
の
向
上
に
よ
り
、
カ
シ
ミ
ー
ル
だ
け
で
な
く
グ
ー
グ
ル
マ
ッ

プ
や
ウ
ェ
ブ
公
開
し
て
い
る
国
土
地
理
院
の
地
形
図
が
、
現
地
で
リ

ア
ル
タ
イ
ム
に
活
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
調
査
成
果
も

グ
ー
グ
ル
マ
ッ
プ
の
マ
イ
マ
ッ
プ
機
能
を
使
え
ば
共
有
も
で
き
る
（
５
）

。

ま
た
、
従
来
は
多
く
の
調
査
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
作
業
の
集

約
も
、
Ｇ
Ｉ
Ｓ
ソ
フ
ト
を
活
用
し
て
、
明
治
期
地
籍
図
に
描
か
れ
た

地
割
を
空
中
写
真
の
上
に
復
元
し
て
、
灌
漑
範
囲
や
検
地
帳
の
情
報

を
追
加
し
て
い
く
こ
と
で
、
少
な
い
人
数
で
景
観
復
元
作
業
が
可
能

と
な
る
。

　
さ
ら
に
、
現
地
調
査
の
成
果
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
情
報
の
公
開
方

法
に
つ
い
て
も
、
文
献
史
料
の
よ
う
に
、
文
書
の
活
字
化
や
デ
ジ
タ

ル
画
像
の
公
開
に
よ
る
情
報
共
有
が
進
ん
で
い
な
い
。
本
書
や
調
査

報
告
書
に
お
い
て
は
紙
幅
の
問
題
も
あ
り
、
調
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ

た
、
全
て
の
情
報
を
知
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
。
こ
の
問
題
に
対

処
す
る
に
は
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
い
か
に
活
用
す
る
か
が
課
題
で
あ

る
。
先
述
し
た
よ
う
な
Ｇ
Ｉ
Ｓ
ソ
フ
ト
を
使
用
し
た
調
査
成
果
の
公

開
・
共
有
が
重
要
と
な
っ
て
く
る
と
考
え
る
。
ウ
ェ
ブ
上
で
の
調
査

成
果
の
公
開
が
可
能
と
な
れ
ば
、
文
献
史
料
の
よ
う
な
批
判
的
検
討

も
可
能
と
な
ろ
う
。

　
　
四

　
評
者
の
力
量
不
足
に
よ
り
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
調
査
の
手
法
に

偏
っ
た
書
評
に
終
始
し
た
こ
と
を
、
深
く
お
詫
び
す
る
。
先
述
し
た
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よ
う
に
、
開
発
や
過
疎
化
に
よ
り
前
近
代
的
な
景
観
が
失
わ
れ
て
い

る
現
在
、
著
者
が
行
っ
て
き
た
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
調
査
に
よ
る
成

果
は
、
中
世
・
近
世
史
以
外
の
時
代
や
分
野
を
超
え
た
形
で
、
広
く

共
有
さ
れ
る
べ
き
貴
重
な
情
報
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
本
書
が
中
世
・

近
世
史
の
村
落
研
究
者
の
み
な
ら
ず
、
地
域
史
に
関
心
が
あ
る
多
く

の
方
々
に
と
っ
て
も
重
要
な
一
冊
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

註（
１
）
塚
田
孝
「
地
域
史
研
究
の
視
点
」（『
飯
田
市
歴
史
研
究
所
年
報
』
五
、

二
〇
〇
七
年
）。
大
山
喬
平
「
ム
ラ
の
新
た
な
研
究
の
た
め
に
」『
日

本
中
世
の
ム
ラ
と
神
々
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
二
年
）。

（
２
）
塚
田
孝
「
歴
史
学
の
方
法
を
め
ぐ
っ
て
―
永
原
慶
二

『
20
世
紀
日
本
の
歴
史
学
』
に
触
発
さ
れ
て
―
」（『
歴
史
科
学
』

一
七
八
、二
〇
〇
四
年
）。

（
３
）
遠
藤
ゆ
り
子
「
志
村
延
命
寺
・
前
野
町
東
熊
野
神
社
・
志
村
熊
野

神
社
の
石
造
物
調
査
」（『
淑
徳
大
学
人
文
学
部
　
研
究
論
集
』
第
三

号
、
二
〇
一
八
年
）。

（
４
）
貴
田
潔
編
著
『
筑
後
国
水
田
荘
故
地
調
査
報
告
書
〈
地
誌
編
・
史

料
編
補
遺
〉』（
服
部
英
雄
研
究
室
・
花
書
院
、
二
〇
一
四
年
）。

（
５
）
井
上
聡
「
荘
園
絵
図
調
査
の
実
践
か
ら
」（『
民
衆
史
研
究
』

八
五
、二
〇
一
三
年
）。
渡
邊
浩
貴
「
圃
場
整
備
後
の
現
地
調
査
の
可

能
性
」（『
年
報
三
田
中
世
史
研
究
』
二
二
、二
〇
一
五
年
）。

（
本
学
文
学
部
兼
任
講
師
）
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